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　 ボ ラ ン テ ィ ア と呼 ばれ る活動 が 日本で
一般 の 人 び との 眼 を集 め る よ うに な

っ て か ら、す で に 久 しい 。 NGO ・NPO な ども含 め た 、広 い 意 味 で の 市民 社 会

組 Wa　civil　society 　organization に た い す る
一

般 の 認 知度 も 、 最近 で は 格段 に 高い
。

こ う した 市民 の 様 々 な活 動 を射程 に 収 め る か た ちで 「市民 社 会 」 の 概 念 を捉

え 直 し 、 市民社 会論 の 新 し い 地 平 を設 ける理 論 的試 み も、欧 米 で は す で に 二

〇 年 近 くの 歳 月 が 過 ぎて い る 。

一
般 の 人 ぴ と に と っ て の み な らず 、 ア カ デ ミ

ー
の 研 究対象 と して も 、 行政サ イ ドの 政策実施に 関わ る重 要 な担い 手 と して

も 、 そ の 多様 な 活動 は もは や 無 視す る こ とが で きな い
。

　 しか し こ うした 現 状 に 比 べ る と 、 と くに 日本 の ボ ラ ン テ ィ ア 活 動 に 焦 点 を

当て なが ら、現 代社 会 の コ ン テ ク ス トに そ く して そ の 意義 を理 論的 に 分 析 し、

活 動の 意味につ い て あ る程度 ま とま りある体系的な考察を した もの は 、 予想

外 に す くない 。 た とえ ば 市民社 会論 の 視 点か ら分析 した NGO ・NPO 論 は 欧 米

の 文献 で もか な りの 量 に 上 る が 、 そ うした 理 論的成 果 を 日本 に お け る ボ ラ ン

テ ィ ア 活 動 に か ん す る考 察 に 適用 し て 、 あ らた な議 論 を体系 だ っ た か た ちで

提起 した も の は 思 っ た ほ ど多 くない
。 具体 的 な活動 報告 の 類や 断片 的 な理 論

的 試 論 は そ れ な りに 見 受 け られ る もの の
、 大 方 は 、

一
貫 した 大 き な 筋 か らな

る議論 に ま で 仕 上 が っ て い ない の が 実状で あ る 。
「ボ ラ ン テ ィ ア や 市 民 活 動 、

NPO ・NGO な どの 活 動 を現 代 日本の 文脈 で 」 読み 解 こ う と した 本書は 、 そ う

した欠 を埋 め る た め の
一

石 を 投 じた とい う点 で 、 ま ず評価 し て よ い 意欲 作で

あ る 。

　ボ ラ ン テ ィ ア や市 民活動 、 NPO ・NGO な どの 事例 は 、 何 も最 近 の 現 象で は

な い
。 な に が しか の 扶 助 団体 、 相互 扶助組 織な どを 念頭 に 置 くな らば 、 歴 史

は か な り古 い
。 本 書 で も 日本 に お け る 市民 活 動 とボ ラ ン テ ィ ア の 歴 史 を 簡 明

に 描い た 箇所 が あ る 。 そ の
一

節で 著者は 、

一
九 七 〇 年代の 「市 民 運 動 に み ら

れ た よ うな対抗 的、反権 力 的 な性格 」 を持 つ もの で もな けれ ば 、
「行 政 へ の 利

害 実現 回路 を内 在 させ た 利 益 誘 導型 」 で も な く 、 ま た 「自治 会 に み られ る半

強 制 的 な地縁 型 」 で もな い 点 に 、 今 日の ボ ラ ン テ ィ ア の 新 し さを見 て い る 。
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「現行 の 体制 を根 本 的 に 変 化 させ よ う」 とす るわ けで は な い が 、 か とい っ て

「従 来通 りの 統 治の あ り方 に も満足 して い な い 」一 こ う した 性格 に 表 れ て

い るボ ラン テ ィ ア の 現代 的 な新 し さを探 り出す の み な らず 、 今 日 なぜ そ うし

た 活動 の 営為 に格 別 の 眼 を向 け る必 要 が あ るの か に つ い て 明 らか にす る こ と 、

本書の 政治社会学的な考察の 狙 い を あえ て
一

言 で くく る な ら、 評者 は こ の 二

点 に が あ る と見た い
。

　第
一 章 で 現代社会 を 、 情報社会 、 グ ロ ー バ ル 化 、 新 自由主義 、 新 し い 不 平

等 とい っ た諸相か ら描 き 出 して い る の も 、 ボ ラ ン テ ィ ア 活動 とそ の 担 い 手 た

ちが直面 す る 新た な条件 を 浮き彫 り に す るた め で あ る 。 イ ン タ ー ネ ッ トな ど

の 情報技術 に よ っ て ボ ラ ン テ ィ ア 、 NPO ・NGO な どの 市民 活 動 を促進 す る情

報社 会 は 、
「新 しい 民主 主義 の 可能性 」 を切 り開 く と同 時 に 、

「空 間の 規格化

と均 質化 」 とい うネ ガ テ ィ ヴな側 面 を と も な うこ と 、 グ ロ
ー バ ル 化 は 、 権力

構 造 の 脱 中心 化に よ っ て 支配 一被支配 関係を 不 透明化 し拡散 させ る
一 方 、 人 び

との 政治 へ の 関心 を い っ そ う低 下 させ て 政 治 に 対す る無 関心 な態 度 を招 きか

ね ない こ と 、 新 自由主義の 台頭 は 、 グ ロ ー バ ル 化が 進 展す る なか で 国 民的な

ア イ デン テ ィ テ ィ を強 化 し なが らも、経 済的次 元 だ けに と ど ま ら ない 現 代 的

な不平 等 を悪 化 させ る傾 向 に み ちび い て い る こ と 一 こ うし た 現 代社会 に

お ける諸傾 向の 絡 み 合 い の なか か ら浮 き彫 りに され る の は 、 意外 に も 、 新た

な条件 下で ボ ラ ン テ ィ ア
、 NPO ・NGO な どの 市民社会組 織が 帯び る こ と とな

る 「政治 的」 意味で あ る 。 た だ し政 治 とい っ て も 、 広 い 意味 で の 「オ ル タナ

テ ィ ヴな政治」、 ギデ ン ズ が 「解放 の 政治」 と区別 し て 用 い る 「ラ イ フ ・ポ リ

テ ィ ク ス 」、 自己 実現 の 政治 に ほ か な らな い 。

　 ひ と こ ろ の 「反 権力的」 で 「対抗 的」 な性 格 を もっ た市 民運動 と比 べ る と、

（あ る い は 国際 NGO の さま ざま な活 動 に比 較 す る と）ボ ラ ン テ ィ ア は ど こ と

な く政 治的 な もの とは 無縁 の 活動 の よ うに 見 な され や す い
。 著者 は ま ず こ の

ス テ レ オ タ イ プ な見 方 に 異を 唱 え る 。 す で に 「新 しい 社 会運 動 」 の な か に 脈

動 して い た 「新 しい 政治パ ラ ダイ ム 」 は 、 非政治 的な領域 とみ な され て きた

局 面に 政治 的な 意 味 を読 み とる 。 軍事 的 な安全保 障 と再分配 を軸 に し た 経 済

政 策 、 反権 力闘争 に現れ た 「解放 の 政 治」 な ど、 旧来 の 政治概 念 か ら袂 を分

か っ て 、 「ア イ デ ン テ ィ テ ィ
・ポ リテ ィ ク ス 」 や 「差 異 の 政 治 」、 「文 化 の ポ リ

テ ィ ク ス 」な ど 、 政 治 の 意 味 そ の もの を問い 直す理 論 ・思想 面 か らの 試 み が 、

新 しい 政治 概念 の 構 築 に 濃 い 影 を落 と して き た 。 新 しい 社会運 動 か ら最近 の

市 民社 会組 織に 引き継が れ た運 動面 で の 傾向 は 、 そ の 構 築に も う
一

つ 別 の 影

を落 と して もい る の で あ る 。

　 著者 が 「参加 」 を キ ー ワ ー ドに し なが ら、 そ の 新 し い あ り方 に ボ ラ ン テ ィ
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ア の 今 日の あ る べ き 姿を描 き 出 そ う と した の も 、
こ う した 脈 絡 に 即 して 理 解

す るの が 好 便だ ろ う。 政治的参加 とい え ば 、 特 定の 国家や 地 域に 属す る成員

と し て 、何 らか の か た ちで 政治 的 な意 思決 定 に 積極 的 に 関与す る市 民 的 「参

画 」 が まず 浮 か ぶ
。

しか し 「参加 」 に は 、 既 成 の 政 治的 な諸制度 か ら距離を

と りな が ら 、 内部 へ の 参画 とは 違 っ た 「外 部 に お け る参加 」 の か た ちを取 る

ケ
ー

ス もあ り うる 。 今 日の ボ ラン テ ィ ア に 見受 け られ る 新 し さ、 そ の 積極 的

意 義 は 、 こ の 「新 しい 参加 」 の 形態 を 担 っ た とこ ろ に あ る 。

　評者は 、 今 日 の ボ ラン テ ィ ア の 新 しさの み な らず 、 その 新 し さに 注 目す る

必 要 の あ る 所 以 を 、 こ の 「新 しい 参加 」 とい う概 念 に 見 た い 。 も し そ れ が 実

際 に可能 な ら、 それ は 旧 来 とは か な り違 っ た 社会 的 な変革 の 道 に 通 じ て い る

か らだ 、 著者 は こ の 「新 しい 参加 」 に つ なが る ボ ラ ン テ ィ ア の あ るべ き姿 を

つ き とめ る た め に 、
「上 か らの 公 共 性 ／外 在化 され た 公 共 性 ／ 未 定 形 の 公 共

性 」 とい う三 っ の 層 か らな る 公 共 性概念を提 唱 して い る 。
「公 的」 「公 共 の 」

とい う言葉が 多義 的で あ る こ とは 、つ とに ハ ー バ ー
マ ス の 指摘 し た こ とだ が 、

著者 は こ の 多義性 を捕 らえ て 、 公 権 力 に似 た意 味で の 「上 か らの 公 共性 」、万

人 に 共有 され た もの とい う意味 で の 「外 在化 された 公 共性 」、万 人 に 開 か れ た

場 とい う意味で の 「未 定形 の 公 共性 」 の 三 層 を 区 分 し 、 そ の 重 な り と融合の

一
局面 に 、

「新 しい 参加 」 の 形態 を位置づ けて い る 。 新 しい 参加 と して の ボ ラ

ン テ ィ ア が 直接 に 関 わ る の は 未 定形 の 公 共性 で あ る 。 しか しそ の 関 わ りが 上

か らの 公 共性や 外在 化 され た 公 共性 と出会 うとき、 そ こ に あ る変容 が 生 じて

「cross −over な公 共性 」 を生 む 可 能性 が 開か れ る 。 もち ろん こ れ は 場合 に よ っ

て は 、 ボ ラ ン テ ィ ア が 「上 か らの 公 共性 」 に よ っ て 「統治機 構 の 動 員 装置 」

と して 利 用 され る恐 れ と紙
一

重 の 所 に ある 。 しか し 「新 しい 参加 」 の 形態 が

未 定形 の 公 共性 に 関わ るか ぎ り、 さ し あた っ て は 上 か らの 公 共性 の 外 部 に位

置 した ま ま で 、 そ の 内部 に絡 み 取 られ る こ とは ない
。

　著者 が 描 き 出 した 構 図 は 、 残 念 な が らま だ 抽象 的 な 次元 で の 議論 に と ど ま

っ て お り、 具体例 に よ る 裏づ けが も っ と あ っ て も よか っ た との 印象は ぬ ぐえ

な い 。 が そ れ は 、 よ り一 層 の 緻 密 な理 論 的掘 り下 げ と と も に 、 む し ろ今 後 の

課 題 とい うべ きか も しれ な い
。 日本 の ボ ラ ン テ ィ ア 活 動 に と どま らず 、 もっ

と広 い 「グ ロ
ー バ ル な 市民 社 会」 の コ ン テ ク ス トで 、 本 書の 議 論 が どれ だ け

の 応 用力 を発揮 で き る か も含め て 、 著者 の 今 後の 理 論 的展 開 に 期待 し た い
。
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